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〔一〕 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。 

 

 

戦
国
時
代
の
権
力
者
は
、
軍
事
要
塞
と
し
て
城
を
築
き
、
そ
の
近
く
に
商
人
や
職
人
た
ち
を
集

め
て
町
を
つ
く
っ
た
。
織
田
信
長
の
楽
市
楽
座
は
そ
の
ア
テ
ン
ケ
イ
で
、
都
市
を
充
実
し
た
賑
わ

い
の
場
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
権
力
者
が
町
を
つ
く
り
住
民
を
住
ま
わ
せ
る
城
下
町
が
日
本

の
都
市
の
主
流
に
な
る
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、
都
市
は
「
お
上
」
が
つ
く
り
、
ま
た
「
企
業
」

が
そ
の
城
下
町
を
つ
く
っ
て
き
た
。 

 

西
欧
で
は
中
世
か
ら
、
商
工
業
者
を
中
心
に
し
た
市
民
が
、
権
力
者
で
あ
る
領
主
か
ら
自
立
し

て
、
自
治
都
市
あ
る
い
は
自
由
都
市
と
い
う
立
場
を
勝
ち
取
っ
て
町
を
つ
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た

が
、
日
本
に
は
そ
の
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
か
ら
受
動
的
な
「
住
民
」
は
い
て
も
、
主
体
的
に

都
市
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
「
市
民
」
は
不
在
で
あ
る
。
つ
い
最
近
ま
で
、
都
市
や
町
を
つ
く
る
の

は
行
政
権
力
や
企
業
権
力
で
あ
り
、
住
民
は
そ
こ
で
暮
ら
す
だ
け
で
、
Ａ
自
ら
「
ま
ち
」
を
つ
く

る
と
い
う
意
識
は
希
薄
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。 

 

一
九
一
九
年
に
制
定
さ
れ
た
都
市
計
画
法
で
は
、
計
画
は
「
内
閣
に
イ
ハ
カ
っ
て
主
務
大
臣
が

決
定
す
る
」
と
規
定
さ
れ
、
都
市
は
国
家
と
い
う
「
お
上
」
が
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
自

治
体
は
Ｂ
国
家
の
決
め
た
こ
と
を
実
施
す
る
代
官
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
状
態
が
、
戦
前
ば
か
り
か

戦
後
の
最
後
ま
で
続
く
。
自
治
体
は
住
民
代
表
の
立
場
で
は
な
い
か
ら
、
住
民
か
ら
要
望
や
提
案

が
出
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
住
民
の
意
見
を
聞
か
な
い
で
、
せ
い
ぜ

い
説
明
だ
け
で
す
ま
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。 

 

日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
よ
っ
て
民
主
主
義
国
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
は
ず
だ
。「
地

方
分
権
」
を
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
治
体
の
自
立
性
は
現
行
憲
法
で
う
た
わ
れ
て
い
る
。 

ａ 

固

有
の
風
土
と
歴
史
の
あ
る
地
域
が
、
全
国
画
一
的
に
各
省
庁
バ
ラ
バ
ラ
な
施
策
で
振
り
回
さ
れ
て

い
て
は
、「
よ
い
」「
ま
ち
」
は
で
き
な
い
。
住
民
か
ら
直
接
公
選
さ
れ
た
首
長
た
ち
に
は
、
法
令

は
な
く
て
も
自
ら
の
判
断
で
地
域
と
市
民
の
た
め
の
施
策
を
行
う
動
き
が
出
て
き
た
。 

 

一
九
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
、
先
進
自
治
体
で
は
、
独
自
の
方
法
で
乱
開
発
に
よ
る
崖
崩
れ
の
防

止
、
学
校
用
地
の
確
保
、
排
水
の
設
備
、
あ
る
い
は
工
場
の
公
害
に
対
す
る
予
防
ウ
ソ
チ
な
ど
を

行
い
始
め
る
。
ま
た
、
民
主
主
義
の
実
践
の
場
と
し
て
の
市
民
参
加
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
始
め

た
。
地
域
の
個
性
や
文
化
を
求
め
る
地
域
ご
と
の
工
夫
も
始
ま
る
。
都
市
と
い
う
複
雑
で
総
合
的

で
個
性
的
な
計
画
を
す
る
に
は
、
国
家
と
い
う
画
一
的
な
「
お
上
」
で
は
無
理
で
あ
る
。
よ
う
や

く
、
自
治
体
は
国
の
出
先
機
関
で
は
な
く
、
市
民
の
側
に
立
っ
て
、
独
自
の
立
場
で
個
性
的
な
地

域
づ
く
り
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

一
般
的
な
自
治
体
は
、
事
態
の
変
動
に
鈍
感
で
、
相
変
わ
ら
ず
中
央
の
出
先
機
関
の
立
場
に
甘

ん
じ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
直
接
に
生
活
を
脅
か
さ
れ
る
住
民
の
方
が
敏
感
に
反
応
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
反
対
運
動
が
お
き
る
。
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
自
発
的
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
運
動
へ

と
発
展
し
て
い
っ
た
。 

 

一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
市
民
参
加
を
は
っ
き
り
打
ち
出
す
自
治
体
も
現
れ
た
。
議
会
や
中
央

官
庁
か
ら
は
市
民
参
加
へ
の 

ｂ 

が
強
か
っ
た
の
だ
が
、
国
民
主
権
の
立
場
に
立
つ
と
逆
ら
え

な
い
。 

 

も
の
が
言
え
る
と
な
る
と
、
住
民
か
ら
は
要
望
や
不
満
が
噴
出
し
て
く
る
。
ま
だ
住
民
は
自
分

た
ち
が
主
体
で
責
任
が
あ
る
と
い
う
意
識
は
な
い
。
住
民
参
加
と
い
っ
て
も
「
お
上
」
に
た
い
す

る
要
求
、
陳
情
合
戦
に
な
り
や
す
い
。
首
長
も
選
挙
の
た
め
に
は
、
多
く
の
要
望
に
た
い
し
て
バ

ラ
撒
き
式
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
矛
盾
す
る
要
求
に
は
応
え
ら
れ
な
い
し
、
予
算
は
有

限
で
全
部
に
応
じ
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。
住
民
参
加
が
始
ま
っ
て
も
、
住
民
・
行
政
の
両
者
か
ら

不
満
も
聞
こ
え
る
。 

 

ア
メ
リ
カ
の
自
治
体
で
は
、
新
し
い
事
業
や
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
と
き
に
、
自
ら
の
負
担
を
伴
う

と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
、
そ
の
資
金
を
得
る
た
め
に
、
住
民
投
票
に
か
け
て
増
税
す
る

こ
と
が
あ
る
。
自
治
体
と
市
民
の
自
立
性
の
現
れ
だ
。
日
本
式
の
要
求
、
陳
情
合
戦
は
、
住
民
が

主
体
的
に
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、「
お
上
」
へ
お
願
い
し
て
「
ま
ち
」
を
つ
く
る
と
い
う
意

識
か
ら
抜
け
て
い
な
い
。 

 

最
近
に
な
っ
て
、「
ま
ち
」
は
住
民
が
共
同
し
て
生
活
す
る
も
の
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
が
協
働
し

て
責
任
を
も
っ
て
つ
く
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
て
き
た
。
民
主
主
義
社
会
な
ら
当
然
の

原
理
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
覚
あ
る
も
の
を
「 

ｃ 

」
と
分
け
て
「 

ｄ 

」
と
い
う
。「
ま

ち
づ
く
り
」
の
実
践
の
主
体
は
、
こ
う
し
た
「 

ｄ 

」
で
あ
る
の
が
本
筋
だ
ろ
う
。 

（
田
村
明
『
ま
ち
づ
く
り
の
実
践
』
よ
り
） 
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問
１ 

傍
線
部
ア
・
イ
・
ウ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。（
楷
書
で
記
せ
） 

 

問
２ 

傍
線
部
Ａ
「
自
ら
「
ま
ち
」
を
つ
く
る
と
い
う
意
識
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
よ
り
詳
し
く

述
べ
た
内
容
を
含
む
一
文
の
最
初
の
五
字
を
抜
き
出
せ
。（
句
読
点
は
時
数
に
含
ま
な
い
。以

下
同
じ
） 

 

問
３ 

傍
線
部
Ｂ
「
国
家
の
決
め
た
こ
と
を
実
施
す
る
代
官
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内

容
の
語
句
を
本
文
中
か
ら
十
字
で
抜
き
出
せ
。 

 

問
４ 

空
欄 

ａ 

を
補
う
最
適
な
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
選
べ
。（
解
答
は
マ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

 
 

１ 

さ
も
な
く
ば 

 

２ 

こ
の
よ
う
に 

 
３ 
そ
の
う
え
に 

 
 

４ 

そ
れ
な
の
に 

 

５ 

こ
れ
に
よ
っ
て 

 

問
５ 

空
欄 

ｂ 

を
補
う
最
適
な
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
選
べ
。（
解
答
は
マ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

 
 

１ 

支
援
の
声 

 

２ 

否
定
的
な
意
見 

 

３ 

弾
圧
の
動
き 

 
 

４ 

感
情
的
な
反
発 

 

５ 

黙
認
の
傾
向 

 

問
６ 

空
欄 

ｃ 

・ 

ｄ 

を
補
う
最
適
な
二
字
の
こ
と
ば
を
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出

せ
。 

 

問
７ 

こ
の
文
章
か
ら
は
「
こ
れ
で
は
お
か
し
い
。」
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
補
う

最
適
な
箇
所
は
ど
こ
か
。
そ
の
直
後
の
五
字
を
抜
き
出
せ
。 

 

問
８ 

こ
の
文
章
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。（
解
答
は
マ
ー
ク
シ
ー

ト
） 

 
 

１ 

現
代
に
お
い
て
も
、
楽
市
楽
座
の
よ
う
な
成
功
例
を
再
現
す
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

２ 

日
本
で
は
西
欧
の
自
治
都
市
あ
る
い
は
自
由
都
市
の
よ
う
な
例
は
な
く
、
企
業
が
権
力

者
か
ら
自
立
し
て
町
を
つ
く
っ
て
き
た
。 

 
 

３ 

日
本
の
行
政
上
、
住
民
は
自
治
体
に
希
望
を
伝
え
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
消
極

的
に
な
っ
た
。 

４ 

「
ま
ち
づ
く
り
」
が
自
治
体
主
導
で
行
わ
れ
な
い
場
合
に
、
住
民
の
側
か
ら
そ
の
動
き

が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 
 

５ 

権
力
者
に
積
極
的
に
要
求
を
お
こ
な
っ
て
実
現
し
て
も
ら
う
の
も
、「
ま
ち
づ
く
り
」の

ひ
と
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
。 

 

 
 

〔二〕 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。 

 

 
 

 

   

わ
た
し
は
手
は
じ
め
に
最
前
面
に
積
ん
で
あ
る
も
の
に
手
を
触
れ
た
。
そ
れ
は
最
近
必
要
で
あ

っ
た
も
の
で
、
そ
の
多
く
は
本
で
あ
っ
た
。
本
は
雑
然
と
し
て
い
た
。
占
星
術
の
指
南
書
が
あ
る

か
と
思
え
ば
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
の
女
流
作
家
の
小
説
が
あ
っ
た
。
社
長
の
自
伝
や
カ
メ
ラ
シ
ョ

ー
の
カ
タ
ロ
グ
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
覚
え
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
ど
れ
も
用
済
み
で
、

二
度
と
手
に
す
る
か
ど
う
か
判
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
冷
淡
に
そ
れ
ら
の
本
を
眺
め
、

引
越
し
を
す
る
前
に
古
書
店
へ
売
却
し
た
方
が
よ
い
か
ど
う
か
思
案
し
た
。
引
越
し
の
費
用
の
一

部
を
ア
捻
出
す
る
た
め
に
も
そ
の
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
運
搬
用

の
箱
に
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
部
屋
の
片
隅
に
、
不
要
と
判
定
さ
れ
た
本
だ
け
を
、
ま
と

め
て
積
み
上
げ
て
置
く
こ
と
に
決
め
て
、
そ
れ
ら
の
新
し
い
本
の
層
を
剝は

が

し
に
か
か
っ
た
。
そ
し

て
本
は
イ
脆
く
崩
れ
お
ち
て
散
乱
し
た
。 

そ
れ
が
は
じ
ま
り
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
本
を
と
り
の
ぞ
い
た
、
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
が
、
そ

「
わ
た
し
」
は
契
約
の
終
了
に
よ
り
長
年
住
ん
だ
賃
貸
の
部
屋
を
引
越
そ
う
と
考
え
る
。 

知
り
合
い
か
ら
段
ボ
ー
ル
箱
を
も
ら
い
う
け
て
、
引
越
し
作
業
に
と
り
か
か
る
た
め
押
し 

入
れ
を
開
け
た
。 
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う
で
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
最
前
面
の
本
が
な
く
な
っ
て
あ
ら
た
に
露
出
し
て
き
た
も
の
ら
の

姿
を
見
た
。
そ
れ
も
多
く
は
紙
で
出
来
た
も
の
で
あ
り
、
音
も
ま
た
少
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

そ
れ
ら
は
最
前
面
に
あ
っ
た
本
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
る
雰
囲
気
を
も
っ
て
わ
た
し
に
対
し
て
い

る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
一
見
わ
た
し
に
対
し
て
関
係
が
薄
い
、
と
い
う
態
度
を
装
っ
て
い
た
。

わ
た
し
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
か
れ
ら
一
般
に
対
し
て
は
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、

新
鮮
な
も
の
の
持
つ
ま
ば
ゆ
さ
を
既
に
失
っ
て
い
て
、
全
体
に
や
や
く
す
み
が
ち
な
印
象
を
形
づ

く
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
局
面
で
わ
た
し
と
か
か
わ
り

が
あ
っ
た
の
か
を
思
い
出
す
こ
と
は
ま
だ
多
分
可
能
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も

が
強
い
糸
で
自
分
と
結
ば
れ
て
い
た
、
と
い
う
感
触
は
な
か
っ
た
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
事
が
終
れ
ば
幸
福
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
数
十
秒
後
に
は
そ

の
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
一
応
わ
た
し
に
対
し
て
よ
そ
よ
そ
し
い
態
度

を
と
っ
て
は
い
る
が
そ
れ
は
し
ば
ら
く
時
を
隔
て
て
い
た
と
い
う
理
由
の
せ
い
に
過
ぎ
ず
、
だ
か

ら
わ
た
し
を
無
罪
釈
放
し
て
く
れ
る
筈
も
な
い
の
だ
っ
た
。
わ
た
し
が
ぐ
い
と
惹
き
つ
け
ら
れ
る

の
を
意
識
し
な
が
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
み
つ
め
て
い
る
と
、
や
が
て
意
識
の
ウ
深
奥
に
わ

た
し
で
は
な
い
他
の
者
は
決
し
て
味
わ
わ
な
い
、
と
確
信
出
来
る
よ
う
な
Ａ
独
特
の
肌
ざ
わ
り
と

も
い
う
べ
き
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
手
垢
に
よ
っ
て
黒
光
り
を

し
て
い
る
古
い
家
の
柱
の
感
触
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
も
の
と
わ
た
し
と
の
特
定
か
つ
独
特

の
か
か
わ
り
あ
い
と
い
う
や
や
淫
靡

い
ん
び

な
要
素
が
介
在
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。 

そ
の
こ
と
を
意
識
し
は
じ
め
る
と
、
た
と
え
ば
わ
た
し
と
い
う
車
輪
の
そ
の
軸
が
回
転
す
る
と

き
に
僅わ

ず

か
で
は
あ
る
が
そ
れ
を
阻
害
す
る
粘
性
の
強
い
液
体
に
ま
つ
わ
り
つ
か
れ
て
い
る
よ
う

な
気
持
に
な
る
の
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
う
い
う
思
い
を
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
壁

と
化
し
た
層
か
ら
数
冊
の
本
を
外
し
て
、
頁
を
繰
っ
て
み
た
。
す
る
と
そ
の
あ
い
だ
か
ら
一
枚
の

葉
書
が
出
て
来
て
、
そ
れ
が
わ
た
し
宛
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
は
わ
た
し
が

そ
の
内
容
も
発
信
人
も
何
も
お
ぼ
え
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、事
実
裏
を
返
し
て
み
る
と
、

〈
先
日
は
結
構
な
も
の
を
お
送
り
い
た
だ
き
家
内
と
も
ど
も
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
〉
と
い
っ
た
達

筆
の
文
面
で
、
わ
た
し
は
ど
う
や
ら
何
か
の
礼
の
た
め
に
百
貨
店
あ
た
り
か
ら
贈
り
も
の
を
し
た

と
見
え
る
の
だ
っ
た
。 

さ
ら
に
本
を
一
冊
脇
へ
ど
け
る
と
、
そ
こ
に
は
、
盛
り
場
の
女
性
服
飾
店
の
紙
袋
の
か
た
ま
り

が
あ
ら
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
見
る
な
り
、
わ
た
し
は
か
つ
て
味
わ
っ
た
Ｂ
忌
々
し
い
思
い

が
立
ち
も
ど
っ
て
く
る
の
を
お
ぼ
え
た
。
そ
の
袋
の
な
か
に
は
カ
ー
テ
ン
の
吊
環

つ
り
わ

の
よ
う
な
金
属

環
に
綴
ら
れ
た
カ
ー
ド
の
か
た
ま
り
が
ぎ
っ
し
り
と
つ
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
カ
ー

ド
の
作
成
、
調
査
に
払
わ
れ
た
わ
た
し
の
労
力
と
い
う
も
の
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
遂
に
そ
れ
は
未
だ
に
こ
こ
に
こ
う
し
て
在
っ
て
埃
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
し

て
今
わ
た
し
が
当
時
よ
り
も
や
や
質
の
異
な
る
形
で
忌
々
し
い
、と
そ
れ
ら
の
こ
と
を
思
う
の
は
、

そ
の
仕
事
の
内
容
が
、
時
を
経
た
今
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
に
な
り
果
て
て
い
る
と
い
う
事

実
に
気
づ
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
こ
れ
が
作
成
さ
れ
た
ば
か
り
の
頃
に
は
、
た
し
か
に
商
品
価
値
は

あ
っ
た
が
、
事
情
に
よ
っ
て
換
金
を
あ
き
ら
め
た
ま
ま
押
し
入
れ
に
放
置
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
に

着
実
に
価
値
は
減
少
し
て
い
き
、
そ
し
て
遂
に
零
と
な
り
果
て
た
の
だ
っ
た
。 

わ
た
し
は
そ
の
壁
の
層
に
手
を
つ
け
な
が
ら
、内
心
た
め
ら
う
も
の
が
あ
る
の
を
感
じ
て
い
た
。

こ
の
壁
の
層
を
剝
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
次
に
姿
を
現
わ
す
も
の
は
何
か
。
確
実
に
予
測
で
き
る

こ
と
も
あ
り
、
見
当
の
つ
か
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
。
予
測
の
つ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、 

ａ 

と 

 

ｂ 

が
伴
っ
て
い
た
。
予
測
出
来
ぬ
領
域
に
つ
い
て
は 

ｃ 

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
零
度
を
か

な
り
下
ま
わ
っ
た
冬
期
の
風
の
持
つ
、
重
量
感
あ
る
衝
撃
を
予
感
さ
せ
る
の
だ
っ
た
。
わ
た
し
は

横
な
ぐ
り
に
な
ぐ
り
つ
け
ら
れ
て
、
そ
こ
に
倒
れ
て
し
ま
う
、
と
直
感
し
た
。 

な
ら
ば
止
め
て
お
け
ば
よ
い
。
私
は
自
分
が
今
、
箱
の
な
か
に
も
の
を
収
納
す
る
、
と
い
う
事

務
的
な
目
的
で
作
業
を
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
は
じ
め
て
い
た
。
す
で

に
わ
た
し
は
、
現
在
と
い
う
壁
の
層
に
よ
っ
て
封
じ
こ
め
て
い
た
Ｃ
時
の
緊
縛
体
に
手
を
掛
け
、

剝
し
は
じ
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
止
め
た
い
と
思
っ
て
も
、
わ
た
し
の
脳
の
な
か
の
本
能
的

な
部
分
は
そ
の
命
令
に
屈
す
る
わ
け
が
な
か
っ
た
。 

何
故
な
ら
、
そ
こ
に
は
わ
た
し
を
狂
喜
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
い
も
の
、
つ
ま
り
わ
た
し
自
身

が
潜
ん
で
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
、
他
者
の
肉
体
に
触
れ
た
り
、
肉
体
が
エ
醸
し
出
す
気

配
の
圏
内
に
い
て
そ
の
支
配
を
体
験
す
る
こ
と
に
深
い
関
心
と
執
着
の
あ
る
人
間
で
あ
る
が
、
そ

の
と
き
い
つ
も
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
他
者
は
充
分
わ
た
し
を
自
由
に
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
他
者
が
他
者
で
あ
る
限
り
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
他
者
で
あ
る
の
だ
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が
、
し
か
し
、
人
は
い
つ
も
論
理
通
り
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

わ
た
し
は
怠
惰
で
あ
る
か
ら
か
全
き
自
由
な
肉
体
へ
の
関
係
と
い
う
も
の
に
憧
れ
な
い
で
は
い
ら

れ
な
い
の
だ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
対
象
と
な
る
べ
き
肉
体
は
自
分
自
身
に
他
な
ら
な

い
が
、
し
か
し
自
分
で
自
分
の
肉
体
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て

い
つ
も
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
当
然
、 

ｄ 

が
望
ま
れ
る
。
し
か

し
姿
見
や
写
真
が
ど
れ
ほ
ど
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
今
迎
え
た
局
面
で
わ
た
し
の

肉
体
が
や
や
質
を
異
に
す
る
若
干
の
可
能
性
に
む
か
っ
て
理
性
の
命
令
を
拒
否
し
て
ま
で
突
進
し

て
い
こ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
過
去
を
緊
縛
し
た
も
の
は
と
り
の
ぞ

か
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
時
の
は
ら
わ
た
に
指
を
入
れ
、
そ
の
な
か
か
ら
内
容
物
を
引
き
出
し
て

い
た
。 

（
三
木
卓
『
転
居
』
よ
り
。
出
題
の
都
合
上
、
本
文
の
一
部
を
改
め
た
） 

 

問
９ 

傍
線
部
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。 

 

問
10 

傍
線
部
Ａ
「
独
特
の
肌
ざ
わ
り
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
「
わ

た
し
」
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
適
な
も
の
を
次
の
中
か
選
べ
。（
解
答
は
マ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

 
 

１ 

時
間
の
経
過
に
よ
り
成
長
し
た
自
分
を
省
み
て
嬉
し
さ
と
自
信
が
入
り
混
じ
っ
た
心
情 

２ 

時
間
の
経
過
に
よ
り
過
去
の
自
分
を
客
観
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
誇
ら
し
い
心 

 

 

情 

 
 

３ 

時
間
の
経
過
に
よ
り
忘
れ
て
い
た
自
分
に
ふ
れ
て
驚
き
と
懐
か
し
さ
が
入
り
混
じ
っ
た
心
情 

 
 

４ 

時
間
の
経
過
に
よ
り
薄
汚
れ
た
自
分
を
省
み
て
哀
し
さ
と
情
け
な
さ
が
入
り
混
じ
っ
た
心
情 

 
 

５ 

時
間
の
経
過
に
よ
り
変
わ
り
果
て
た
自
分
を
振
り
返
っ
て
驚
き
と
い
ぶ
か
し
さ
が
入
り
混
じ
っ
た

心
情 

 

問
11 

傍
線
部
Ｂ
「
忌
々
し
い
思
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
思
い
の
直
接
的
な
理
由
を
述
べ
た
箇
所
を
本
文
中

よ
り
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。（
句
読
点
は
字
数
に
含
ま
な
い
） 

 

問
12 

空
欄 

ａ 

、 

ｂ 

、 

ｃ 

を
補
う
最
適
な
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
を
次
の
中
か
ら
選
べ
。

（
解
答
は
マ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

 
 

１ 

ａ
・
期
待 
 

ｂ
・
不
安 

 

ｃ
・
苦
痛 

２ 

ａ
・
不
安 

 

ｂ
・
戦
慄 

 

ｃ
・
嫌
悪 

３ 

ａ
・
嫌
悪 

 

ｂ
・
戦
慄 

 

ｃ
・
期
待 

４ 

ａ
・
苦
痛 

 

ｂ
・
期
待 

 

ｃ
・
不
安 

５ 

ａ
・
期
待 

 

ｂ
・
戦
慄 

 

ｃ
・
苦
痛 

 
 

 

問
13 

傍
線
部
Ｃ
「
時
の
緊
縛
体
」
は
「
わ
た
し
」
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
か
。
も
っ
と
も
具
体

的
に
述
べ
た
一
文
の
最
初
の
五
字
を
記
せ
。 

 

問
14 

空
欄 

ｄ 

を
補
う
最
適
な
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
選
べ
。（
解
答
は
マ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

１ 

代
理
物 

 
 

２ 

媒
介
物 

 
 

３ 

目
標
物 

４ 

対
象
物 

 
 

５ 

人
工
物 

 

問
15 

本
文
中
か
ら
「
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。」
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
補
う
最
適
な
箇
所
は
ど
こ
か
。
そ
の
直
後
の
五
字
を
抜
き
出
せ
。  

 

問
16 

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。（
解
答
は
マ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

１ 

「
わ
た
し
」
は
良
い
想
い
出
の
あ
る
荷
物
だ
け
新
居
に
選
ぼ
う
と
考
え
て
い
る
。 

２ 

「
わ
た
し
」
は
荷
造
り
を
過
去
の
自
分
と
向
き
合
う
緊
張
感
が
伴
う
作
業
と
感
じ
て
い
る
。 

３ 

「
わ
た
し
」
は
荷
造
り
と
過
去
の
自
分
の
回
復
と
ど
ち
ら
を
優
先
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る
。 

４ 
「
わ
た
し
」
は
過
去
の
あ
や
ま
ち
を
思
い
出
し
荷
造
り
を
や
め
た
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。 

５ 

「
わ
た
し
」
は
過
去
の
自
分
を
取
り
戻
す
た
め
に
全
力
で
荷
造
り
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
。 
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【
解
答
】 

〔一〕 問
1 
ア 

典
型 

 

イ 

諮 
 

ウ 

措
置 

 
 

問
2 

最
近
に
な
っ 

問
3 

中
央
の
出
先
機
関
の
立
場 

問
4 

４  

問
5 

２  

問
6 

ｃ 

住
民 

 

ｄ 

市
民  

問
7 

日
本
は
第
二  

問
8 

４ 

 
 

〔二〕 問
９ 

ア 

ね
ん
し
ゅ
つ 

 

イ 

も
ろ 

 

ウ 

し
ん
お
う 

問
10 

３  

問
11 

換
金
を
あ
き
ら
め
た 

問
12 

４ 

問
13 

か
れ
ら
は
新 

問
14 

１  

問
15 

す
で
に
わ
た  

問
16 

２  

 
 【

解
説
】 

〔一〕 問
１ 

イ
の
「
は
か
‐
る
」
は
同
訓
異
字
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
き
た
い
。 

「
諮
る
」
…
あ
る
問
題
に
つ
い
て
他
者
の
意
見
を
聞
く
。
ま
た
，
公
の
機
関
な
ど
で
、
あ
る
問
題
に
つ

い
て
学
識
経
験
者
に
よ
る
委
員
会
の
意
見
を
「
答
申
」
と
し
て
出
し
て
も
ら
う
。
本
文
の
文
脈
で
は
、

こ
の
意
が
最
適
で
あ
る
。 

「
測
る
」
…
長
さ
、
面
積
な
ど
を
か
ぞ
え
る
。 

「
量
る
」
…
重
さ
、
容
積
な
ど
を
か
ぞ
え
る
。 

「
計
る
」
…
時
間
な
ど
を
か
ぞ
え
る
。 

「
図
る
」
…
あ
る
動
作
が
実
現
す
る
よ
う
、
計
画
を
た
て
た
り
、
努
力
し
た
り
す
る
。 

「
謀
る
」
…
他
人
を
だ
ま
す
。 

問
２ 

傍
線
部
の
主
語
を
考
え
る
と
、「
住
民
は
」
と
あ
る
、
つ
ま
り
傍
線
部
は
「
住
民
が
自
ら
自
分
た
ち
の

住
む
町
を
、
責
任
を
持
っ
て
運
営
し
て
行
こ
う
と
い
う
意
識
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部

末
が
「
意
識
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。
以
上
を
考
慮
し
た
上
で
同
内
容
の
も
の
を
探
し
て
い
く
と
、
最
終

段
落
に
見
つ
か
る
。 

問
３ 

問
２
と
同
系
統
の
設
問
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
ず
主
語
か
ら
確
認
し
た
い
。「
自
治
体
は
」
と
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
自
治
体
と
は
地
方
自
治
体
（
地
方
公
共
団
体
）
で
あ
り
、
行
政
単
位
と
し
て
考
え
た
都
道
府

県
市
町
村
の
こ
と
を
指
す
。
ま
た
、「
代
官
」
と
は
君
主
な
い
し
領
主
の
代
わ
り
に
任
地
の
事
務
を
行
う

地
位
・
役
職
の
こ
と
を
い
う
。
以
上
に
加
え
て
直
前
の
部
分
を
考
慮
す
る
と
、
傍
線
部
は
「
自
治
体
は

ま
ち
づ
く
り
に
関
し
て
、
政
府
が
決
定
し
た
事
案
を
代
行
し
て
執
行
す
る
機
関
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う

旨
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
自
治
体
は
」
と
い
う
主
語
に
注
目
す
る
と
、
第
六
段
落
に
同
趣
旨

の
記
述
が
あ
る
こ
と
が
見
つ
け
や
す
く
な
る
。 

問
４ 

空
欄
の
直
前
で
は
自
治
体
の
自
立
性
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
、
直
後
で
は
自
治
体
が
全
国
画
一
的
な
（
国

の
）
施
策
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
逆
接
で
あ
る
。 

問
５ 

空
欄
直
後
が
逆
接
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。「
…
強
か
っ
た
の
だ
が
、
国
民
主
権
の
立

場
に
立
つ
と
逆
ら
え
な
い
」
と
い
う
文
脈
か
ら
、
空
欄
が
議
会
や
中
央
官
庁
が
市
民
参
加
に
逆
ら
う
よ

う
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
選
択
肢
と
し
て
は
２
，
３
，
４
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
３
の
「
弾
圧
」

（
支
配
者
が
権
力
を
行
使
し
て
、
反
対
勢
力
の
活
動
を
抑
え
つ
け
る
こ
と
）
は
民
主
主
義
国
家
で
あ
る

日
本
で
起
こ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
４
の
「
感
情
的
な
反
発
」
も
議
会
や
中
央
官
庁
で
起
こ
る
も

の
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
２
が
妥
当
で
あ
る
。 

問
６ 

指
示
語
の
把
握
が
重
要
な
問
題
。
空
欄
前
後
は
「
そ
う
い
う
自
覚
あ
る
も
の
を 

ｃ 

と
分
け
て 

ｄ 

と
い
う
」
と
あ
る
。「
そ
う
い
う
自
覚
」
と
は
一
行
前
に
あ
る
「「
ま
ち
」
は
住
民
が
共
同
し
て
生

活
す
る
も
の
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
が
協
働
し
て
責
任
を
も
っ
て
つ
く
っ
て
ゆ
く
」
を
指
す
。
さ
ら
に
「「
ま

http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://www.weblio.jp/content/%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://www.weblio.jp/content/%E5%AD%A6%E8%AD%98%E7%B5%8C%E9%A8%93%E8%80%85
http://www.weblio.jp/content/%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
http://www.weblio.jp/content/%E6%84%8F%E8%A6%8B
http://www.weblio.jp/content/%E7%AD%94%E7%94%B3
http://www.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E3%81%97
http://www.weblio.jp/content/%E5%8B%95%E4%BD%9C
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E7%8F%BE
http://www.weblio.jp/content/%E8%A8%88%E7%94%BB
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%81%A6%E3%81%9F%E3%82%8A
http://www.weblio.jp/content/%E5%8A%AA%E5%8A%9B
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ち
づ
く
り
」
の
実
践
の
主
体
は
こ
う
し
た 

ｄ 

で
あ
る
の
が
本
筋
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
か
ら
、 

ｄ 

に
入
る
の
は
、
自
分
た
ち
で
責
任
を
も
っ
て
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
し
て
い
く
主
体
、
す
な
わ
ち
中
心
と

な
る
人
々
を
当
て
は
め
れ
ば
よ
い
。 

ｃ 

に
は
そ
の
対
と
な
る
内
容
と
し
て
、
責
任
を
持
た
ず
「
ま

ち
づ
く
り
」
を
他
者
に
任
せ
て
い
る
人
々
が
入
れ
ば
よ
い
。
以
上
か
ら
探
す
と
、
第
二
段
落
に
「
受
動

的
な
「
住
民
」
は
い
て
も
、
主
体
的
に
都
市
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
「
市
民
」
は
不
在
で
あ
る
。」
と
あ
る
。 

問
７ 

脱
文
に
「
こ
れ
で
は
お
か
し
い
。」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
直
前
に
は
筆
者
の
意
見
と
反
す
る
内
容
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
か
つ
「
お
か
し
い
」
と
断
言
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
脱
文
の
直
後
に
は
問
題
に

つ
い
て
の
正
し
い
在
り
方
が
書
か
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
第
三
段
落
か
ら
第
四
段
落
の
流
れ
が
、

そ
う
い
っ
た
流
れ
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
挿
入
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

問
８ 

各
選
択
肢
を
見
て
み
る
。
１
、
第
一
段
落
の
楽
市
楽
座
は
権
力
者
が
町
を
つ
く
っ
た
例
と
し
て
書
か

れ
て
い
る
の
で
、
筆
者
が
実
践
す
べ
き
と
述
べ
る
、
市
民
が
責
任
を
も
っ
て
行
う
「
ま
ち
つ
く
り
」
と

は
反
す
る
の
で
適
合
し
な
い
。
２
、
第
二
段
落
に
企
業
が
権
力
か
ら
自
立
し
て
町
を
つ
く
っ
た
と
い
う

記
述
が
な
く
、
不
適
。
３
、
第
三
段
落
に
自
治
体
が
住
民
の
声
を
聞
く
こ
と
に
消
極
的
に
な
っ
た
旨
の

記
述
が
あ
る
が
、
住
民
が
消
極
的
に
な
っ
た
と
の
記
述
は
無
く
不
適
。
４
、
第
五
段
落
に
、
住
民
の
反

対
運
動
が
自
発
的
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
運
動
へ
つ
な
が
っ
た
、
と
あ
り
適
合
す
る
。
５
、
第
八
段
落
で

住
民
か
ら
の
国
家
や
自
治
体
に
対
す
る
、
要
望
・
陳
情
合
戦
を
批
判
し
て
お
り
、
不
適
。 

 

〔二〕 問
９ 

基
本
的
な
読
み
で
あ
る
。「
奥
」
は
「
オ
ウ
」
と
い
う
音
読
み
も
あ
る
の
で
覚
え
て
お
き
た
い
。「
奥

義
（
お
う
ぎ
）」、「
奥
底
（
お
う
て
い
、
お
く
そ
こ
）」、「
内
奥
（
な
い
お
う
）」「
奥
州
（
お
う
し
ゅ
う
、

現
在
の
東
北
地
方
）」
な
ど
。 

問
10 

傍
線
部
の
前
後
か
ら
「
わ
た
し
」
の
心
情
を
は
か
る
手
が
か
り
を
探
す
。
わ
た
し
は
最
前
面
の
本
の

後
ろ
に
あ
っ
た
も
の
に
対
し
て
「
ぐ
い
と
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
を
意
識
し
な
が
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
」

つ
ま
り
魅
力
を
感
じ
て
、
引
越
し
作
業
を
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
さ
ら
に
傍
線
部

に
あ
る
、
そ
の
「
独
特
の
肌
ざ
わ
り
」
に
関
し
て
は
、「
他
の
者
は
決
し
て
味
あ
わ
な
い
」
と
説
明
し
、

さ
ら
に
「
手
垢
に
よ
っ
て
黒
光
り
を
し
て
い
る
古
い
家
の
柱
の
感
触
」
を
比
喩
の
材
料
と
し
て
「
わ
た

し
と
の
特
定
か
つ
独
特
の
か
か
わ
り
あ
い
と
い
う
や
や
淫
靡
な
要
素
が
介
在
し
て
は
じ
め
て
成
立
」
す

る
と
説
明
し
て
い
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、「
わ
た
し
」
は
そ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
、
自
分
に
し
か

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
思
い
出
が
あ
り
、
強
く
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
３
が
適
当
。
１

は
「
成
長
し
た
自
分
」、
２
は
「
客
観
的
に
」、
４
は
「
哀
し
さ
と
情
け
な
さ
」、
５
は
「
い
ぶ
か
し
さ
（
怪

し
さ
、
疑
わ
し
さ
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
不
適
。 

問
11 

傍
線
部
の
３
行
後
に
「
忌
々
し
い
、
と
そ
れ
ら
の
こ
と
を
思
う
の
は
」
と
あ
り
、
そ
の
後
に
理
由
が

書
か
れ
て
い
る
。
内
容
を
整
理
す
る
と
、「
わ
た
し
」
は
紙
袋
に
入
っ
て
い
る
カ
ー
ド
の
作
成
、
調
査
に

多
大
な
労
力
を
費
や
し
た
が
、
あ
る
事
情
に
よ
っ
て
換
金
を
あ
き
ら
め
、
そ
の
仕
事
が
無
意
味
に
な
っ

た
た
め
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
十
字
以
内
で
、
と
な
る
と
な
か
な
か
難
し
い
が
、
要
は
儲
か
ら
な
か

っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
「
換
金
を
あ
き
ら
め
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

問
12 

 

ａ 

と 

ｂ 

に
関
し
て
は
、
予
測
の
つ
く
こ
と
に
つ
い
て
の
心
象
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
伴

っ
て
い
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
対
比
の
関
係
と
み
て
よ
い
。
ま
た
、 

ｃ 

は
予
測
で
き
ぬ
領
域
に
つ

い
て
の
感
情
で
あ
り
、
直
後
に
「
そ
れ
は
」
と
受
け
て
「
冬
期
の
風
の
持
つ
、
重
量
感
あ
る
衝
撃
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
マ
イ
ナ
ス
の
心
象
で
あ
る
こ
と
が
判
断
で
き
る
。
以
上
の
点
を
満
た
す
４
を
選
ぶ
。 

問
13 

傍
線
部
直
前
に
「
現
在
と
い
う
壁
の
層
に
よ
っ
て
封
じ
こ
め
て
い
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
時
の

緊
縛
体
」
と
は
最
前
面
に
あ
っ
た
本
の
層
の
、
次
に
あ
っ
た
層
の
こ
と
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
そ
の

層
が
「
わ
た
し
」
の
目
に
ど
う
映
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
第
二
段
落
に
「
か
れ
ら
は
、
新
鮮
な
も
の

の
持
つ
ま
ば
ゆ
さ
を
既
に
失
っ
て
い
て
、
全
体
に
や
や
く
す
み
が
ち
な
印
象
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」
と
あ
る
。
具
体
的
に
、
と
い
う
設
問
の
要
求
を
や
や
満
た
さ
な
い
感
は
あ
る

が
、
最
も
直
接
的
に
そ
の
層
を
見
た
実
感
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

問
14 

空
欄
の
前
後
の
記
述
は
抽
象
性
が
高
く
難
解
だ
が
、
前
に
「
そ
の
と
き
」、
後
に
「
し
か
し
」
と
指

示
語
、
接
続
語
が
並
ん
で
い
る
の
で
、
糸
口
は
つ
か
み
や
す
い
。
指
示
語
の
内
容
を
た
ど
る
と
、「
わ
た

し
」
は
自
分
自
身
の
肉
体
と
全
き
自
由
な
肉
体
関
係
に
憧
れ
る
の
だ
が
、
不
可
能
で
あ
り
断
念
せ
ざ
る

を
得
な
い
、
と
い
う
内
容
。「
そ
の
と
き
」
に
必
要
な
の
が
、 

 

ｄ 
で
あ
る
。
そ
し
て
直
後
を
見
る
と
、
逆
接
で
結
ん
だ
あ
と
「
姿
見
や
写
真
」
で
は
役
に
立
た
な

い
と
あ
る
。「
姿
見
」
と
は
全
身
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
判
断
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
で
は

自
分
の
肉
体
と
自
由
な
関
係
を
結
ぶ
の
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
姿
見
や
写
真
な
ど
、
自
分
の
肉
体
を

映
す
も
の
を
代
わ
り
に
利
用
し
て
関
係
を
結
ぼ
う
、
と
す
る
の
だ
が
役
に
立
た
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
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文
脈
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
代
わ
り
に
な
る
も
の
」
を
意
味
す
る
１
を
選
ぶ
の
が
よ
か
ろ
う
。 

問
15 

脱
文
挿
入
問
題
で
、
な
お
か
つ
脱
文
が
接
続
語
と
指
示
語
を
含
む
の
で
、
こ
れ
も
手
が
か
り
は
と
ら

え
や
す
い
。「
し
か
し
」
と
あ
る
の
で
直
前
と
は
逆
接
関
係
。「
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
」

と
続
く
の
で
、
脱
文
の
直
前
に
は
、「
わ
た
し
」
が
そ
の
時
点
で
と
る
べ
き
策
（
無
理
を
含
ん
で
い
る
）、

そ
し
て
直
後
に
は
そ
の
策
が
無
理
な
理
由
が
続
く
、
と
推
測
で
き
る
。 

問
16 

内
容
を
吟
味
す
る
。
１
、「
良
い
想
い
出
の
あ
る
品
だ
け
」
と
い
う
旨
の
記
述
が
な
く
、
不
適
。
３
、

「
ど
ち
ら
を
優
先
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る
」
が
不
適
。
荷
造
り
の
作
業
が
、
そ
の
ま
ま
過
去
の
自
分
と

の
邂
逅
と
な
っ
て
い
る
。
４
、「
荷
造
り
を
や
め
た
い
」
が
不
適
。
５
、「
全
力
で
」
が
不
適
。
第
七
段

落
に
「
私
の
脳
の
な
か
の
本
能
的
な
部
分
は
そ
の
命
令
に
屈
す
る
わ
け
が
な
か
っ
た
。」と
あ
る
よ
う
に
、

「
わ
た
し
」
は
全
力
で
荷
造
り
に
取
り
組
む
、
と
い
う
よ
り
も
、
本
能
に
逆
ら
え
ず
荷
造
り
に
惹
き
こ

ま
れ
て
い
っ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
２
が
最
適
。
第
六
段
落
で
二
層
目
の
も
の
を
剝
し

な
が
ら
た
め
ら
う
も
の
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
の
記
述
と
合
致
す
る
。 

                  

 


